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は
じ
め
に

田
村
俊
子
『
彼
女
の
生
活
』
は
、「
中
央
公
論
」
大
正
新
機
運
号
（
一
九
一
五

年
七
月
）
に
「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
の
う
ち
の
一
篇
と
し
て
掲
載
さ
れ
、『
彼

女
の
生
活
』（
新
潮
社
・
一
九
一
六
年
）
の
表
題
作
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
結
婚

に
否
定
的
で
あ
っ
た
文
筆
家
の
優
子
と
、
哲
学
者
で
あ
り
評
論
家
で
あ
る
新
田

と
の
結
婚
生
活
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
優
子
は
家
庭
の
仕
事
と
執
筆
や
勉
強

の
両
立
、
芸
術
上
の
友
人
に
対
す
る
夫
か
ら
の
嫉
妬
と
い
っ
た
困
難
に
遭
遇
す

る
た
び
、
自
ら
の
生
活
を
見
つ
め
直
し
、「
愛
」
を
中
心
に
生
活
し
て
い
く
こ

と
を
決
心
す
る
。
や
が
て
出
産
し
、
子
育
て
と
執
筆
の
両
立
と
い
う
困
難
に
際

し
た
優
子
は
自
ら
を
「
愛
の
権
化
」
と
し
て
解
釈
し
、
自
ら
の
世
界
を
創
造
し

て
い
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
語
り
手
は
今
後
優
子
の
「
生
活
の
問
題
」
が
再
び

表
出
す
る
こ
と
を
示
唆
し
、
優
子
が
「
新
奇
な
「
愛
の
生
活
」」
を
叫
ぶ
こ
と

を
予
見
し
た
。

同
時
代
に
お
い
て
は
、「
問
題
文
芸
」
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
は
「
非
常
に
現
実
味
が
あ
り
、
俊
子
氏
が
在
来
の
女
と
異
な
つ
た
生

活
を
実
行
し
た
力
強
さ
」
が
あ
る
と
す
る
も
の⑴
、
妻
、
母
と
な
っ
た
女
性
が
「
尚

ほ
芸
術
家
の
生
活
を
営
み
得
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
明
か
に
提
供
し
且
つ
一
つ

の
解
答
を
与
へ
て
居
る
」
と
評
価
す
る
も
の⑵
が
み
ら
れ
る
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
、「「
青

鞜
」
時
代
が
生
み
出
し
た
、
近
代
日
本
に
お
け
る
女
性
解
放
文
学
の
先
駆
的
な

も
の⑶
」、「
結
婚
制
度
批
判
の
小
説⑷
」
と
再
評
価
さ
れ
、
結
婚
生
活
に
お
け
る
女

性
を
描
い
た
小
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
こ
う
し
た

論
点
を
引
き
継
ぎ
、
本
作
を
「
結
婚
を
め
ぐ
る
先
駆
的
な
〈
実
験
〉
小
説⑸
」
と

す
る
も
の
や
、
婚
姻
制
度
の
陥
穽
と
優
子
の
自
己
欺
瞞
を
読
み
取
る
も
の⑹
な
ど

が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
結
婚
生
活
と
優
子
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
語
り

手
に
よ
っ
て
繰
返
し
「
聡
明
」
と
語
ら
れ
、
一
見
家
事
に
思
わ
れ
る
自
ら
の
仕

事
を
〈
家
政
〉
と
称
し
つ
づ
け
る
優
子
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
同
時
代
の
言
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
優
子
の
置
か
れ
て
い

た
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
、
そ
の
上
で
こ
の
小
説
で
描
か
れ
る
「
彼
女
の
生
活
」

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
視
点
人
物
で
あ
る
優
子
が
、
彼
女
の
行
う
家
庭
に
お
け
る
仕
事

を
〈
家
政
〉
と
称
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
雑
誌
等
の
記
述
か
ら
〈
家
政
〉
が
ど

の
よ
う
な
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
彼
女
が
家
庭
で
果
た

そ
う
と
し
た
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

田
村
俊
子
『
彼
女
の
生
活
』
論

―
優
子
の
〈
家
政
〉
を
中
心
に

―
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一　
「
家
事
」
と
〈
家
政
〉

優
子
は
自
分
が
行
う
家
庭
で
の
仕
事
に
つ
い
て
、
一
貫
し
て
「
家
事
」
で
は

な
く
、〈
家
政
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
作
中
、「
家
事
」
と
い
う
語
が
登

場
す
る
の
は
、
優
子
に
焦
点
化
し
た
語
り
で
世
間
一
般
の
既
婚
女
性
達
が
「
家

事
の
仕
事
の
上
に
す
ら
責
任
な
ど
は
少
し
も
感
じ
て
ゐ
な
か
つ
た
」（
三
頁
八

～
九
行
目
）
と
述
べ
ら
れ
る
場
面
と
、
新
田
に
焦
点
化
し
た
語
り
で
「
妻
ら
し

い
優
し
さ
と
気
忙
し
さ
と
細
な
注
意
と
で
家
事
に
働
い
て
ゐ
る
」（
一
六
頁
二

行
目
）
優
子
が
好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
場
面
の
み
で
あ
る
。

家
の
掃
除
、
洗
濯
、
炊
事
を
す
べ
て
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
優
子
が
「
家
政
の

女
」
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
下
女
を
雇
う
、
と
い
う
描
写
か
ら
も
、
や
が

て
「
家
政
の
順
序
」
を
教
え
る
煩
わ
し
さ
か
ら
下
女
を
廃
し
て
し
ま
う
と
い
う

描
写
か
ら
も
、
優
子
が
家
事
ら
し
き
家
庭
の
仕
事
を
〈
家
政
〉
と
称
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
結
婚
生
活
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
優
子
が
執
筆
業
と
と
も

に
〈
家
政
〉
を
行
う
こ
と
に
「
誇
り
」
を
持
ち
、
自
ら
の
「
愛
」
の
表
出
と
し

て
捉
え
て
い
く
の
を
ふ
ま
え
る
と
、
優
子
に
と
っ
て
の
〈
家
政
〉
は
非
常
に
大

き
な
意
味
が
あ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
市
井
に
お
け
る
家
事
、
家
政
観
と
と

も
に
、
作
者
田
村
俊
子
が
か
つ
て
在
学
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
家
政
学
の

先
駆
的
な
機
関
で
あ
っ
た
日
本
女
子
大
学
校
で
の
取
り
組
み
も
ふ
ま
え
た
上
で

優
子
の
家
政
観
を
検
討
す
る
。

日
本
で
は
、
良
妻
賢
母
を
育
む
た
め
に
行
わ
れ
た
女
子
教
育
に
お
い
て
、「
家

事
」
教
育
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
初
め
て
高
等
女
学
校
の
科
目
が
明
確
に

定
め
ら
れ
た
一
八
九
五
年
の
「
高
等
女
学
校
規
程
」
以
降
、
科
目
名
と
し
て
は

〈
家
政
〉
で
は
な
く
「
家
事
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り⑺
、
そ
の
内
容
は

衣
食
住
家
計
簿
記
家
事
衛
生
育
児
其
ノ
他
一
家
ノ
整
理
経
済
ニ
関
ス
ル
事

項
ヲ
授
ク
／
家
事
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
成
ル
ヘ
ク
実
習
セ
シ
メ
務
メ
テ
実
用
ニ

適
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ニ
注
意
ス
ヘ
シ
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

と
定
め
ら
れ
て
い
た⑻
。
家
事
全
般
の
習
得
が
主
眼
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
実
用

性
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
必
須
科
目
で
あ
る

「
修
身
」
で
「
貞
淑
ノ
徳
」
を
、「
歴
史
」
で
「
忠
孝
貞
淑
ノ
事
蹟
」
を
授
け
る

こ
と
を
定
め
た
こ
の
規
程
か
ら
は
、
良
妻
賢
母
に
向
け
て
実
践
的
な
家
事
能
力

と
、
儒
教
型
の
婦
徳
を
養
成
す
る
教
育
方
針
が
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
。
四
年
後
に
公
布
さ
れ
た
「
高
等
女
学
校
令
」
で
は
女
子
中
等
教
育
が
公
教

育
に
組
み
込
ま
れ
、
一
九
〇
三
年
ま
で
に
各
県
に
一
校
以
上
、
四
年
制
の
高
等

女
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
高
等
女
学
校
令
」
で
も
規

程
と
同
様
に
、
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
を
行
う
方
針
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
女

子
が
学
問
や
教
養
を
身
に
つ
け
、
自
立
す
る
た
め
の
教
育
で
は
な
く
、
家
庭
生

活
に
直
結
す
る
裁
縫
や
手
芸
等
を
修
得
さ
せ
、
家
庭
に
入
る
た
め
の
教
育
が
な

さ
れ
て
い
た⑼
。
一
九
〇
一
年
の
「
高
等
女
学
校
令
施
行
規
則
」
で
は
教
授
内
容

の
「
家
事
衛
生
」
が
「
看
病
」
に
代
え
ら
れ
た
ほ
か
、「
智
識
」
の
習
得
だ
け

で
な
く
「
勤
勉
、
節
倹
、
秩
序
、
周
密
、
清
潔
ヲ
尚
フ
ノ
念
」
の
養
成
も
目
指

さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。「
家
事
」
科
は
実
用
的
な
家
事
の
習
得
と
、
家

事
の
行
い
手
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
形
成
の
実
現
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
法
規
は
そ
の
後
一
部
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
一
九
四
三

年
三
月
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
女
子
教
育
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
が
下
る

と
実
用
性
を
求
め
る
声
は
更
に
高
ま
り
、
一
九
一
四
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た

全
国
高
等
女
学
校
校
長
実
科
高
等
女
学
校
長
会
議
に
お
け
る
一
木
喜
徳
郎
文
部

大
臣
に
よ
る
諮
問
で
は
、
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今
回
ノ
時
局
ハ
益
々
国
力
ノ
充
実
ヲ
促
シ
男
子
ニ
対
ス
ル
産
業
的
智
能
ノ

啓
発
ト
相
待
テ
女
子
ノ
素
養
ヲ
最
モ
実
用
ニ
適
切
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス

（
略
）
例
ヘ
ハ
家
事
裁
縫
理
科
ノ
如
キ
従
来
其
ノ
授
ク
ル
所
動
モ
ス
レ
ハ

繁
多
ニ
シ
テ
家
庭
ノ
実
際
ニ
適
切
ナ
ラ
サ
ル
ノ
観
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
⑽

と
、
従
来
の
家
事
教
育
を
批
判
し
、
一
九
一
四
年
七
月
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃

発
と
い
う
時
局
の
変
化
を
受
け
、「
国
力
ノ
充
実
」
の
た
め
、
女
子
に
対
し
「
家

庭
ノ
実
際
」
に
適
切
な
家
事
、
裁
縫
、
理
科
の
教
授
を
求
め
て
い
る
。

一
方
、
家
政
学
は
一
八
八
〇
年
代
以
降
、hom

e econom
ics

の
翻
訳
語
と

し
て
、
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。hom

e econom
ics

は
、
一
八
九
九
年
に

行
わ
れ
た
第
一
回
レ
イ
ク
・
プ
ラ
シ
ッ
ド
会
議
に
お
い
て
、
家
政
学
と
生
活
技

術
と
を
区
別
し
た
上
で
、
学
問
と
し
て
の
一
般
的
総
称
と
し
て
正
式
に
採
択
さ

れ
て
い
る⑾
。
米
国
で
は
、
実
用
的
な
家
事
能
力
と
家
政
学
と
が
分
け
ら
れ
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
は
、
そ
れ
ら
が
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
早
い
段
階
で
家
政
学
の
目
的
に
つ
い
て
言
及
し
た
清
水
文
之

輔
『
家
政
学
』（
金
港
堂
・
一
八
九
〇
年
）
で
は
、

主
婦
の
家
に
対
す
る
本
分
は
、
家
政
を
整
理
す
る
に
あ
り
。
而
し
て
、
家

政
学
の
目
的
も
ま
た
実
に
、
こ
れ
に
外
な
ら
ず
。
主
婦
を
し
て
家
政
の
要

義
に
通
じ
、
百
般
の
家
事
を
会
得
し
て
、
巧
み
に
家
政
の
機
関
を
運
転
す

る
を
得
し
む
る
は
、
家
政
学
の
眼
目
な
り
。

と
家
政
学
の
目
的
を
「
家
政
の
機
関
」
を
「
運
転
」
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

学
問
と
し
て
体
系
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
正
当
な
意
味
を

持
っ
た
家
政
学
は
一
九
四
七
年
の
新
学
制
施
行
以
降
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い

る⑿
。〈

家
政
〉
と
い
う
語
も
、
こ
う
し
た
日
本
の
「
家
政
学
」
受
容
を
ふ
ま
え
た

意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
堀
内
新
泉
『
婦
人
常
識
百
話
』（
博
文
館
・
一
九
一

三
年
）
で
は
「
家
事
と
は
一
家
の
営
み
に
必
要
な
る
各
種
の
仕
事
」
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
執
り
行
っ
て
い
く
こ
と
が
〈
家
政
〉
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

類
似
し
た
記
述
は
小
学
校
、
女
学
校
向
け
の
家
事
科
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
教
育
の
場
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
認
識
が
共
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る⒀
。
ま
た
、〈
家
政
〉
は
国
家
と
の
関
係
で
も
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
中
川
謙
二

郎
「
重
大
な
家
政
」（「
読
売
新
聞
」
一
九
一
四
年
一
一
月
四
日
朝
刊
）
で
は

男
子
が
外
に
あ
つ
て
種
々
の
職
業
を
執
る
中
に
、
国
政
を
掌
る
官
吏
の
一

階
級
が
あ
る
が
、
女
子
の
家
政
に
於
け
る
任
務
は
、
豪
も
こ
れ
と
軽
重
を

異
に
し
な
い
。（
略
）
家
政
を
司
ど
る
も
の
は
官
吏
で
こ
そ
な
け
れ
、
国

政
の
根
本
的
の
仕
事
を
営
み
、
国
家
の
基
礎
を
作
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
ま
た
国
家
的
の
事
業
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

と
、
男
性
が
行
う
国
政
に
対
応
す
る
語
と
し
て
女
性
が
行
う
〈
家
政
〉
を
あ
げ
、

そ
の
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
湯
原
元
一
「
家
政
の
組
織

的
研
究
を
勧
め
た
し
」（「
婦
人
之
友
」
九
巻
一
一
号
・
一
九
一
五
年
一
一
月
）
で
は

社
会
の
単
位
と
な
つ
て
ゐ
る
、
各
家
庭
の
家
政
、
即
ち
家
の
政
事
と
い
ふ

も
の
は
、
中
々
重
く
且
つ
大
き
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
主
婦
は
今
ま
で
の

や
う
に
唯
台
所
の
猫
然
と
し
て
ゐ
な
い
で
、
本
当
に
考
へ
て
見
る
と
、
一

家
の
衣
食
住
の
問
題
も
、
啻
に
一
家
の
問
題
で
は
な
く
、
密
接
に
社
会
の

経
済
に
連
つ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
自
分
の
家
の
台
所
に
ば
か
り
注
意
し
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て
も
、
一
般
の
経
済
界
の
こ
と
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
如
何
し
て
も
、
家
政

を
誤
り
な
く
行
ふ
て
ゆ
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
社
会
の
単
位
」
た
る
家
庭
の
〈
家
政
〉
と
社
会
と
の
つ
な

が
り
に
言
及
し
て
い
る
。〈
家
政
〉
は
単
に
家
事
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

に
よ
り
一
家
を
治
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の

基
礎
を
担
う
役
割
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
単
な
る
家
庭
で

の
仕
事
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
一
単
位
と
し
て
の
家
庭
に
お
い
て
自
ら

の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
市
井
の
家
政
観
を
ふ
ま
え
る
と
、
優
子
が
自
身
の

家
庭
で
の
仕
事
を
「
家
事
」
で
は
な
く
〈
家
政
〉
と
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
女
が
行
お
う
と
し
て
い
る
役
割
の
大
き
さ
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。

二　

日
本
女
子
大
学
校
に
お
け
る
〈
家
政
〉

作
者
田
村
俊
子
は
、
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
を
一
九
〇
〇
年
三
月
に
卒

業
し
、
そ
の
翌
年
四
月
に
、
日
本
女
子
大
学
校
の
国
文
科
に
一
回
生
と
し
て
入

学
し
て
い
る
。
心
臓
病
の
た
め
一
学
期
で
退
学
し
て
い
る
が
、
短
い
期
間
な
が

ら
も
、
日
本
初
の
女
子
大
学
校
に
お
け
る
家
政
学
の
取
り
扱
い
や
、
学
生
に
お

け
る
家
政
の
認
識
を
知
り
得
た
だ
ろ
う
。
一
定
の
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
く
り
返
し
「
聡
明
」
と
語
ら
れ
る
優
子
の
家
政
観
を
検
討
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
教
育
の
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た

か
お
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
日
本
女
子
大
学
校
に
お
け
る
家
政
学
に

つ
い
て
確
認
し
、
高
い
教
育
を
受
け
た
女
性
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
家
政
を
と
ら

え
て
い
た
か
を
お
さ
え
る
。

一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
〇
三
年
に
か
け
て
、
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
の

第
一
回
生
の
必
修
科
目
は
倫
理
及
社
会
学
、
心
理
及
教
育
、
生
理
及
衛
生
、
経

済
及
法
規
、
応
用
理
化
、
家
政
及
芸
術
、
体
操
で
、
選
修
科
目
は
国
文
、
漢
文
、

英
語
、
仏
語
、
美
学
、
哲
学
及
哲
学
史
、
教
授
法
、
音
楽
、
図
画⒁
と
定
め
ら
て

い
た
。
家
政
及
芸
術⒂
は
「
衣
、
食
、
住
、
社
交
、
女
礼
、
家
庭
、
美
術
、
園
芸
」

に
つ
い
て
学
ぶ
も
の
で
、
担
当
教
授
は
博
士
が
多
く
、
専
門
性
の
高
い
授
業
が

行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る⒃
。
日
本
女
子
大
学
校
の
家
政
教
育
は
、
実
用
的

な
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
分
野
を
学
ぶ
こ
と
を
土
台
と
し
て
行
わ
れ
て

お
り
、
日
本
の
家
政
学
よ
り
も
欧
米
のhom

e econom
ics

に
近
い
も
の
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
日
本
女
子
大
学
校
の
創
始
者
で
あ
る
成
瀬
仁
蔵

は
、
一
八
九
一
年
の
日
記
で
、
学
部
の
構
想
に
つ
い
て
の
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
は
「
家
政
部
」
に
つ
い
て
、「
料
理
、
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
、
看
病
、

家
政
学
、
修
身
学
、
教
育
学
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
実
用
的
な
内
容
と
家
政
学

と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
田
村
俊
子
の
在
学
時
期
と
は

ず
れ
る
も
の
の
、
一
九
一
八
年
に
発
表
さ
れ
た
成
瀬
仁
蔵
『
女
子
教
育
改
善
意

見
』
で
は
、
家
政
学
を
「
最
も
幸
福
健
全
に
し
て
効
力
あ
る
家
庭
生
活
に
貢
献

す
る
諸
有
方
法
事
物
を
科
学
的
に
研
究
す
る
学
問
を
包
括
す
る
」
も
の
で
あ
る

と
位
置
づ
け
て
い
る⒄
。

鬼
頭
七
美
氏
は
日
本
女
子
大
学
校
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
イ
ブ
ニ
ン
グ
・
ポ
ス

ト
の
記
事
の
な
か
で
一
貫
し
てuniversity

と
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
う
け
、
家

政
学
部
が
「
男
性
の
学
問
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
教
育
を
女
子
の
た
め

に
展
開
す
るuniversity

を
立
ち
上
げ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
成
瀬
の
新

た
な
試
み
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る⒅
。
教
養
も
ふ
く
め
家
政
を
行
う
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
様
々
な
学
問
が
総
合
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
日
本
女
子
大
学
校
家

政
学
部
で
は
、
実
用
的
な
技
能
だ
け
で
な
く
、
高
等
教
育
機
関
と
し
て
科
学
的

に
、
体
系
的
に
〈
家
政
〉
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を
想
定
し
て
学
部
が
設
置
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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高
い
教
育
を
受
け
た
女
性
の
家
庭
生
活
に
つ
い
て
、
日
本
女
子
大
学
校
の
同

窓
会
で
あ
る
桜
楓
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
家
庭
週
報
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
な

記
事
が
み
ら
れ
る
。

自
分
や
家
族
の
間
に
て
も
、
秩
序
を
定
め
て
、
た
と
へ
家
を
持
ち
ま
し
て

も
、
家
事
を
整
理
し
た
傍
、
公
共
の
事
に
も
尽
さ
れ
、
又
読
書
の
暇
も
出

来
人
の
為
め
に
も
尽
し
、
又
自
分
の
為
め
に
進
む
こ
と
の
出
来
得
る
様
、

真
に
家
庭
に
秩
序
が
立
つ
て
来
な
け
れ
ば
、
社
会
に
秩
序
は
立
つ
て
来
ぬ
、

社
会
に
秩
序
が
な
け
れ
ば
進
歩
を
図
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ぬ⒆
。

こ
の
記
事
で
は
日
本
女
子
大
学
校
の
第
一
回
卒
業
生
に
対
し
、
卒
業
後
の
生
活

に
つ
い
て
た
ず
ね
、
特
に
家
庭
生
活
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
り
、
日
本
の
家
庭

が
不
規
律
、
不
秩
序
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
家
庭
内
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
の

重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
日
本
女
子
大
学
校
に
関
す
る
資
料
に
は
、
高

度
な
教
育
に
よ
る
知
識
を
持
ち
、
そ
の
頭
脳
を
発
揮
し
て
家
庭
の
仕
事
を
行
う

こ
と
を
推
奨
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
自
ら
の
頭
脳
に
よ
っ
て
、

家
庭
の
仕
事
を
秩
序
だ
っ
て
整
理
し
よ
う
と
す
る
優
子
の
姿
は
、
こ
う
し
た
言

説
に
み
ら
れ
る
女
性
像
と
重
な
る
。

ま
た
、
主
体
的
に
家
庭
の
仕
事
を
行
う
と
い
う
あ
り
方
は
、「
青
鞜
」
の
記

事
に
も
み
ら
れ
る
。

偶
々
極
め
て
少
数
の
真
に
自
覚
し
た
女
性
が
あ
る
。（
略
）
彼
等
は
古
い

女
の
様
に
炊
事
も
す
る
。
洗
濯
も
す
る
。
裁
縫
も
す
る
。
子
も
産
で
育
て

て
を
る
。
然
り
其
行
為
は
古
い
女
と
何
の
異
つ
た
所
も
な
い
。
け
れ
ど
其

動
機
に
至
つ
て
霄
壌
の
差
が
あ
る
。
彼
等
は
他
か
ら
強
ひ
ら
れ
て
そ
れ
に

盲
従
乃
至
屈
従
を
し
て
を
る
の
で
は
な
い
自
我
の
要
求
に
出
立
し
て
自
ら

進
で
動
い
て
を
る
の
で
あ
る
。⒇

家
庭
の
仕
事
を
「
自
我
」
を
も
っ
て
行
う
「
自
覚
」
的
な
女
性
像
は
同
時
代
に

す
で
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
優
子
が
日
々
煩
悶
し
な
が
ら
も
、
家
庭
の

仕
事
を
行
い
、
読
書
な
ど
の
勉
強
に
も
励
む
姿
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
青
鞜
」

上
の
言
説
と
の
重
な
り
も
見
受
け
ら
れ
る
。
家
庭
の
仕
事
に
誇
り
を
も
ち
、
自

己
実
現
を
果
た
そ
う
と
す
る
優
子
の
姿
は
、
高
い
教
育
を
受
け
た
上
で
家
庭
を

も
つ
女
性
を
類
型
化
し
、
描
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
彼
女
は
一
九
二
〇
年
代

に
か
け
て
婦
人
雑
誌
な
ど
で
展
開
さ
れ
る
「
愛
」
を
も
っ
て
「
家
庭
」
を
運
営

す
る
と
い
う
家
庭
観
を
も
他
者
に
要
請
さ
れ
て
身
に
付
け
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
「
聡
明
」
さ
か
ら
得
て
い
く
。

結
婚
生
活
の
初
期
、
家
庭
の
仕
事
に
苦
し
ん
だ
優
子
は
、
実
家
に
戻
る
こ
と

を
考
え
る
。
実
家
で
は
母
が
家
庭
の
仕
事
を
全
て
や
っ
て
く
れ
る
た
め
に
、
優

子
は
結
婚
前
の
よ
う
に
自
由
に
働
き
、
勉
強
す
る
こ
と
が
出
来
る
「
主
権
者
」

と
し
て
の
生
活
を
送
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
彼
女
が

勉
強
す
る
に
あ
た
っ
て
、
母
の
献
身
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

母
が
家
庭
の
仕
事
の
一
切
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
勉
強
を
し
、
知
性
や
教
養
を

得
た
優
子
だ
っ
た
が
、
結
婚
生
活
が
続
く
う
ち
に
、
そ
の
「
知
」
に
よ
っ
て
〈
家

政
〉
を
取
り
仕
切
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
優
子
の
家
政
観
の
変
化
が
如
実
に

表
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
母
に
対
す
る
連
帯
意
識
の
な
さ
か
ら
は
、
彼
女
が
自

分
と
母
の
状
況
を
重
ね
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
日
々
の
困
難
を
彼
女
独
自
の
も
の

と
し
て
認
識
し
、
解
決
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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あ
っ
た
背
景
に
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
新
中
間
層
が
増
加
し
、

新
た
に
女
中�
を
雇
う
階
層
へ
加
わ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る�
。
新
中
間
層
の
家

庭
で
は
、
家
族
の
構
成
人
数
や
賃
金
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
従
来
の
よ
う
に
複

数
人
の
女
中
を
雇
う
の
で
は
な
く
、「
家
庭
に
於
け
る
助
手
」
と
し
て
一
人
女

中
を
雇
う
よ
う
に
な
っ
た�
。
こ
れ
ま
で
女
中
を
雇
っ
た
こ
と
の
な
い
階
層
へ
の

「
指
南
書�
」
と
し
て
女
中
の
使
い
方
に
関
す
る
記
事
、
書
籍
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
下
女
と
主
婦
の
関
係
は
主
従
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
塚

本
は
ま
子
『
実
践
家
政
学
講
義
』（
参
文
舎
・
一
九
〇
六
年
）
で
は

恩
威
並
び
行
ふ
と
言
ふ
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
、
唯
そ
れ
を

愛
し
て
顔
色
を
和
げ
、
言
語
挙
動
を
穏
や
か
に
す
る
丈
な
ら
、
概
し
て
普

通
の
婢
僕
は
其
の
恩
に
慣
れ
て
何
処
迄
も
つ
け
上
が
つ
て
我
儘
気
儘
に
振

る
舞
う
や
う
に
な
り
ま
せ
う
。

と
、
婢
僕
を
一
段
低
い
も
の
と
見
た
上
で
、
厳
し
さ
と
や
さ
し
さ
を
兼
ね
備
え
、

威
厳
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
下
女
を
扱
う
の
は

主
婦
の
役
割
と
さ
れ
て
お
り
、
加
藤
常
子
「
下
婢
の
使
い
方
」（
国
民
新
聞
社
『
理

想
の
家
庭
』
民
友
社
・
一
九
一
四
年
）
で
も

主
婦
は
下
婢
を
如
何
に
善
く
導
い
て
行
く
か
と
い
ふ
こ
と
、
並
に
如
何
に

下
婢
を
無
駄
の
無
い
様
に
使
つ
て
行
く
か
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
大
に
責
任

の
あ
る
こ
と
で
（
略
）
万
端
秩
序
を
遂
ふ
て
仕
事
を
し
て
行
く
と
い
ふ
風

に
指
導
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

と
主
婦
の
指
導
力
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
、「
同
情
」
を
持
っ
た
取
り
扱
い
を

三　

下
女
へ
の
ま
な
ざ
し

テ
ク
ス
ト
で
は
優
子
が
「
聡
明
」
な
女
性
と
し
て
家
庭
の
仕
事
を
行
う
に
あ

た
っ
て
、
対
照
的
な
存
在
と
し
て
下
女
が
描
か
れ
て
い
る�
。
優
子
に
焦
点
化
さ

れ
た
語
り
で
は
、
下
女
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ど
の
下
女
も
汚
ら
し
か
つ
た
。
彼
れ
等
の
為
る
仕
事
は
不
秩
序
で
、
不
規

則
で
、
ず
る
〳
〵
と
乱
次
が
な
か
つ
た
。
命
ず
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
彼

れ
等
の
魯
鈍
な
頭
脳
は
何
時
ま
で
も
錆
び
つ
い
た
儘
で
動
か
な
か
つ
た
。

（
略
）
優
子
の
主
婦
た
る
一
面
を
鏡
の
や
う
に
其
の
頭
脳
に
映
し
て
無
言

の
内
に
其
の
儘
を
行
つ
て
く
れ
る
と
云
ふ
や
う
な
理
想
な
女
な
ぞ
は
到
底

見
付
か
ら
な
か
つ
た
。（
略
）
無
智
な
下
女
の
起
居
動
作
は
、
聡
明
な
優

子
の
神
経
を
一
々
咎
め
た
。（
八
頁
一
一
行
目
～
九
頁
七
行
目
）

優
子
を
通
し
て
、
下
女
は
明
確
に
侮
蔑
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
自
ら

が
家
政
の
女
と
な
る
の
を
避
け
る
べ
く
下
女
を
雇
っ
た
優
子
だ
っ
た
が
、
自
分

と
は
大
き
く
異
な
る
下
女
の
仕
事
ぶ
り
や
、
下
女
へ
仕
事
を
教
え
る
こ
と
の
煩

わ
し
さ
か
ら
、
や
が
て
下
女
を
廃
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
優
子
の
あ

り
方
に
つ
い
て
瀬
崎
圭
二
氏
は
、「〈
聡
明
な
優
子
〉
と
〈
無
智
な
下
女
〉
と
い

う
完
全
な
二
項
対
立
」
構
造
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る�
。
優
子
と
対
照
的

な
下
女
の
存
在
は
、
主
婦
で
あ
る
優
子
に
と
っ
て
の
〈
家
政
〉
を
明
ら
か
に
す

る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
優
子
が
一
人
で
多
く
の
家
の
仕
事
を
こ
な
す
要
因

と
も
な
っ
て
い
る
。

主
婦
と
下
女
と
の
関
係
は
、
明
治
末
期
か
ら
婦
人
雑
誌
等
で
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
、
関
連
す
る
書
籍�
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
テ
ー
マ
が
一
般
的
で
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行
う
こ
と
が
肝
要
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
婦
が
雇
い
主
と
し
て

下
女
を
使
い
こ
な
し
て
い
く
こ
と
を
奨
励
す
る
言
説
が
み
ら
れ
る
一
方
、
優
子

の
よ
う
に
、
下
女
を
や
め
さ
せ
、
主
婦
一
人
で
家
事
を
こ
な
し
た
結
果
、
家
庭

の
仕
事
が
う
ま
く
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
雑
誌
記
事
も
み
ら
れ
る
。
敏

子
「
下
婢
を
や
め
て
暮
ら
し
た
経
験
」（「
婦
人
之
友
」
七
巻
二
号
・
一
九
一
三
年
二

月
）
で
は
自
分
が
「
下
婢
を
上
手
に
な
ら
す
こ
と
の
出
来
な
い
」
こ
と
を
要
因

の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
も
、
下
女
が
「
思
ふ
や
う
に
役
に
立
」
た
ず
、

「
思
ふ
様
に
家
の
中
が
整
つ
て
行
」
か
な
い
と
述
べ
る
。
下
女
を
や
め
さ
せ
た

こ
と
に
よ
り
忙
し
さ
は
増
す
も
の
の
「
気
の
持
ち
様
」
が
変
わ
り
、
疲
れ
ず
働

く
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
啓
蒙
的
な
婦
人
雑
誌
で
あ
る
「
婦
人
之
友
」

に
、
自
ら
率
先
し
て
家
事
を
行
う
主
婦
像
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え

る
よ
う
に
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
は
、
下
女
を
雇
う
に
し
ろ
、
雇

わ
な
い
に
し
ろ
、
主
婦
が
家
庭
で
の
責
任
を
持
ち
な
が
ら
家
庭
の
仕
事
を
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

『
彼
女
の
生
活
』
に
お
け
る
「
下
女
」
観
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
か

け
て
起
こ
っ
た
女
中
雇
用
層
の
拡
大
や
、
婦
人
雑
誌
を
中
心
と
し
た
「
女
中
の

使
い
方
」
特
集
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
当
時
の
言
説
で
は
、

下
女
を
う
ま
く
使
え
な
い
こ
と
に
対
し
て
主
婦
側
の
責
任
を
問
う
声
が
少
な
く

な
く
、
婦
人
雑
誌
の
記
事
に
お
い
て
も
、
主
婦
側
の
謙
遜
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
優
子
は
自
ら
の
不
備
を
疑
わ
ず
、
下
女
に
の
み
過
失
を
見
出
し

て
い
る
。
優
子
は
知
的
な
女
性
と
し
て
「
秩
序
」
を
も
っ
て
家
庭
の
仕
事
を
行

お
う
と
し
て
お
り
、
自
ら
の
「
主
婦
た
る
一
面
」
を
「
頭
脳
」
に
映
し
て
働
く

下
女
を
求
め
る
。
こ
う
し
た
優
子
の
あ
り
方
か
ら
は
、
高
い
教
育
を
受
け
た
女

性
が
家
庭
生
活
を
営
む
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
知
」
を
活
か
し
、
よ
り
よ
い
生

活
を
送
ろ
う
と
す
る
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。
だ
が
、
実
際
下
女
を
う
ま
く

使
っ
て
家
庭
の
仕
事
が
で
き
て
い
な
い
の
は
、
優
子
が
家
を
と
り
し
き
る
〈
家

政
〉
を
行
え
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
も
と
れ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
夫
新
田
の
家
政
観
の
変
化
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
新
田
は
結
婚
当
初

「
家
政
の
仕
事
を
分
担
す
る
こ
と
を
考
へ
」、
家
事
分
担
を
「
同
権
者
に
対
す
る

義
務
」
と
、
妻
で
あ
る
優
子
へ
の
義
務
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
、
自
分

の
「
本
務
」
の
時
間
が
「
無
意
味
な
雑
用
」
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な

く
な
り
、
段
々
と
家
庭
の
仕
事
を
怠
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
本
務
」

と
家
庭
の
仕
事
の
軽
重
は
以
下
の
様
に
語
ら
れ
る
。

　

生
計
の
始
に
、
新
田
は
今
ま
で
よ
り
も
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
境
遇

で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
毎
日
の
生
活
の
事
実
が
、
新
田
自
身
に
社
会
に
対

す
る
新
な
男
の
責
任
と
義
務
と
を
強
ひ
ず
に
は
ゐ
な
か
つ
た
。
―
―
新
田

は
其
れ
を
意
識
す
る
ほ
ど
、
い
か
に
も
自
然
的
に
、
自
分
の
仕
事
は
重
く

大
き
く
、
自
分
の
襯
衣
を
洗
つ
た
り
煮
物
の
手
伝
ひ
を
す
る
や
う
な
家
政

の
仕
事
は
極
く
軽
い
も
の
と
し
て
自
分
の
行
為
に
現
は
れ
て
き
た
。

（
一
二
頁
二
～
九
行
目
）

新
田
は
自
身
が
経
済
的
役
割
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
実
感
す
る
と
、

家
庭
の
仕
事
を
軽
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
背
景
に
は
、
都

市
中
間
層
に
お
い
て
性
別
役
割
分
業
が
浸
透
し
て
お
り
、
教
育
の
中
で
も
は
っ

き
り
と
性
差
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
家
庭
科
に
準

ず
る
科
目
は
女
子
教
育
の
中
に
の
み
置
か
れ
て
お
り
、
女
性
の
役
割
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
き
た
。
社
会
や
学
校
と
い
っ
た
制
度
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
考
え
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が
「
自
然
的
」
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
優
子
は
新
田
の
翻
訳
の
仕
事

を
手
伝
い
、
新
田
も
そ
の
仕
事
ぶ
り
に
助
け
ら
れ
、
優
子
へ
の
愛
を
深
め
て
い

く
。
し
か
し
、
新
田
が
家
庭
の
仕
事
を
軽
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
新
田

が
家
庭
の
仕
事
を
手
伝
う
場
面
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
優
子
が
育
児
と

仕
事
、
家
庭
の
仕
事
の
両
立
に
苦
し
ん
だ
際
も
、
子
供
を
養
子
に
出
す
こ
と
は

提
案
し
な
が
ら
も
、
新
田
が
育
児
や
家
庭
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
は
提
案
さ
れ

て
い
な
い
。
優
子
を
一
人
の
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
新
し
い
結
婚
を
申
し
出
て
、

実
際
に
家
事
の
分
担
も
行
っ
て
い
た
新
田
は
、
結
婚
生
活
を
続
け
て
い
く
う
ち

に
旧
来
の
価
値
観
を
「
自
然
」
と
内
面
化
し
、
家
事
を
行
う
優
子
の
姿
こ
そ
愛

お
し
い
も
の
だ
と
思
う
。
優
子
の
家
政
観
が
変
化
す
る
の
と
並
行
し
て
、
新
田

の
家
政
観
の
変
化
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
優
子
は
新
田
の
愛
を
「
利
己

的
」
な
も
の
だ
と
看
破
す
る
も
の
の
、
結
婚
当
初
、
優
子
が
忌
避
し
て
い
た
「
家

政
の
仕
事
」
は
や
が
て
彼
女
の
「
誇
り
」、「
愛
」
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
く
。

結
末
部
で
は
こ
れ
ま
で
作
中
で
描
か
れ
て
き
た
「
小
さ
な
戦
ひ
」
で
は
な
く

「
も
つ
と
大
き
な
戦
ひ
」
が
起
こ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
、
優
子
が
こ
れ
ま
で
脱

出
す
る
べ
く
も
が
き
続
け
て
き
た
「
女
の
必
然
の
運
命
」
か
ら
「
到
底
逃
れ
ら

れ
な
い
」
こ
と
、
そ
の
と
き
優
子
が
「
新
奇
な
「
愛
の
生
活
」」
を
提
唱
す
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。「
愛
」
に
よ
っ
て
〈
家
政
〉
を
営
む
と
い
う
結
婚
生
活

を
獲
得
し
た
優
子
は
、
友
人
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
「
芸
術
的
情

緒
」
か
ら
「
家
庭
」
に
収
ま
り
き
ら
な
い
「
愛
」
を
も
感
得
し
て
い
く
。
従
来

こ
の
小
説
は
結
婚
制
度
批
判
が
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
が�
、
優

子
は
そ
の
制
度
を
超
え
う
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

語
り
手
は
は
っ
き
り
と
現
在
の
「
愛
の
生
活
」
の
ま
ま
で
は
立
ち
い
か
な
く

な
る
こ
と
を
示
す
。
テ
ク
ス
ト
で
は
、
そ
の
「
聡
明
」
さ
に
よ
っ
て
〈
家
政
〉

を
取
り
仕
切
り
、「
家
庭
」
を
運
営
す
る
と
と
も
に
自
ら
の
執
筆
業
を
行
い
、

自
ら
の
人
生
を
切
り
開
い
て
い
く
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
た
優
子
が
、
そ
の

実
「
聡
明
」
ゆ
え
に
家
庭
の
仕
事
に
縛
ら
れ
、
本
人
は
〈
家
政
〉
を
行
っ
て
い

る
と
認
識
し
て
い
な
が
ら
も
雑
多
な
「
家
事
」
に
追
わ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。
優
子
は
自
ら
が
「
愛
の
権
化
」
と
な
る
こ
と
を
見
出
し
、
主
体
的

に
家
庭
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
も
の
の
、
下
女
を
う
ま
く
扱
う
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
一
人
で
悲
惨
な
ま
で
の
数
多
く
の
作
業
に
追
わ
れ
な

が
ら
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
聡
明
」
と
い
う
語
の
反
復
を
伴
い
、
優
子

の
認
識
と
現
状
の
ず
れ
が
幾
重
に
も
皮
肉
的
に
描
か
れ
て
い
る
。『
彼
女
の
生

活
』
は
、
知
的
な
女
性
と
、
無
理
解
で
は
な
い
夫
に
よ
る
知
的
な
家
庭
生
活
に

お
い
て
、
生
活
の
戦
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀

は
じ
め
に
女
性
に
関
す
る
解
決
し
え
な
い
問
題
を
分
析
的
に
語
り
、
先
駆
的
な

問
題
意
識
の
も
と
、
そ
の
解
決
の
困
難
さ
を
広
く
見
渡
す
こ
と
を
可
能
と
し
て

い
る
小
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

注
⑴　

中
村
弧
月
「
大
正
四
年
日
本
文
壇
の
創
作
」（「
文
章
世
界
」
一
〇
巻
一
三
号
・

一
九
一
五
年
一
二
月
）

⑵　

石
坂
養
平
「「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
を
読
む　

四
」（「
時
事
新
報
」
一
九
一
五

年
七
月
二
六
日
）

⑶　

長
谷
川
啓
「
解
題
」（『
田
村
俊
子
作
品
集
・
２
』
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
・

一
九
八
八
年
）

⑷　

駒
尺
喜
美
・
田
嶋
陽
子
ほ
か
「
座
談
会　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
可
能
性
―
日
本

近
代
文
学
を
読
み
直
す
」（「
新
日
本
文
学
」
四
二
巻
四
号
・
一
九
八
七
年
四
月
）

⑸　

鈴
木
正
和
「
田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論
―
語
り
手
の
と
ら
え
た
も
の
」（「
日

本
文
学
論
集
」
二
二
号
・
一
九
九
八
年
三
月
）

⑹　

山
崎
真
紀
子
「
田
村
俊
子
『
彼
女
の
生
活
』
論
―
結
婚
生
活
の
〈
陥
穽
〉」（「
文

研
論
集
」
一
六
号
・
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
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⑺　
「
高
等
女
学
校
規
程
」（「
文
部
省
令
第
一
号
」
一
八
九
五
年
一
月
二
九
日
）
第
一

條
に
お
い
て
学
科
目
を
「
修
身
、
国
語
、
外
国
語
、
歴
史
、
地
理
、
数
学
、
理
科
、

家
事
、
裁
縫
、
習
字
、
音
楽
、
体
操
ト
ス
又
随
意
科
目
ト
シ
テ
教
育
、
漢
文
、
手
芸

ノ
一
科
目
若
ク
ハ
数
科
目
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
る
。

⑻　
「
高
等
女
学
校
規
程
」（「
文
部
省
令
第
一
号
」
一
八
九
五
年
一
月
二
九
日
）

⑼　

有
地
亨
『
近
代
日
本
の
家
族
観
―
明
治
篇
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
七
年
）

⑽　
「
全
国
高
等
女
学
校
長
実
科
高
等
女
学
校
長
会
議
要
項
（
大
正
三
年
）」（
高
等
女

学
校
研
究
会
編
『
高
等
女
学
校
資
料
集
成
第
五
巻
』
大
空
社
・
一
九
八
九
年
）

⑾　

今
井
光
映
・
山
口
久
子
編
『
生
活
学
と
し
て
の
家
政
学
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
一

年
）

⑿　

常
見
育
男
『
改
稿
家
政
学
・
家
庭
管
理
学
』（
光
生
館
・
一
九
六
四
年
）

⒀　

家
事
教
授
研
究
会
編
『
小
学
校
女
学
校
家
事
家
政
教
材
集
成
』（
隆
文
館
・

一
九
一
五
年
）
に

凡
そ
一
家
の
経
営
に
必
要
な
る
各
種
の
仕
事
を
総
称
し
て
家
事
と
い
ひ
、
家
事

を
料
理
す
る
を
家
政
と
称
へ
て
い
る
。
故
に
家
政
学
は
一
家
を
治
め
、
家
族
の

健
康
と
幸
福
を
進
め
、
且
子
女
を
教
養
す
る
方
法
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

と
あ
る
。

⒁　
「
明
治
三
三
年　

日
本
女
子
大
学
校
規
則
」（『
日
本
女
子
大
学
校
規
則
［
明
治

三
三
年
］』
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
・
二
〇
一
一
年
）

⒂　
「
明
治
三
六
年　

日
本
女
子
大
学
校
規
則
」（『
日
本
女
子
大
学
校
規
則
［
明
治

三
五
年
―

四
二
年
］』
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
・
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
と
、

一
九
〇
三
年
に
は
「
家
政
及
芸
術
」
に
代
わ
っ
て
「
料
理
」
と
い
う
科
目
が
実
施
さ

れ
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
や
料
亭
に
関
わ
る
人
々
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
お

り
、
一
般
家
庭
で
実
際
に
行
わ
れ
る
料
理
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⒃　
『
日
本
女
子
大
学
校
四
十
年
史
』（
日
本
女
子
大
学
校
・
一
九
四
二
年
）
に

各
学
科
教
授
は
、
博
物
学
は
理
学
博
士
渡
瀬
庄
三
郎
氏
、
生
理
学
は
医
学
博
士

大
沢
謙
二
氏
、
衛
生
学
は
医
学
博
士
三
宅
秀
氏
、
理
化
学
は
長
井
長
義
博
士
、

園
芸
学
は
福
羽
逸
人
氏
、
心
理
学
及
び
倫
理
学
は
学
監
麻
生
正
蔵
氏
、
実
践
倫

理
は
成
瀬
校
長
、
児
童
学
は
高
島
平
三
郎
氏
、
法
制
は
法
学
博
士
奥
田
義
人
氏
、

経
済
学
は
中
隈
敬
蔵
氏
が
講
ぜ
ら
れ
た
。

と
あ
る
。

⒄　

成
瀬
仁
蔵
『
女
子
教
育
改
善
意
見
』（
博
文
館
・
一
九
一
八
年
）

⒅　

鬼
頭
七
美
「
家
政
学
と
い
う
場
―
成
瀬
仁
蔵
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
、
女
子
教
育

―
」（「
日
本
女
子
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
」
八
号
・
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）

⒆　
「
教
育
あ
る
人
の
家
庭
生
活
」（「
家
庭
週
報
」
六
号
・
一
九
〇
四
年
九
月
三
日
）

⒇　

上
野
葉
「
新
し
い
女
の
た
め
に
―
警
保
局
長
の
意
見
と
い
ふ
を
き
ゝ
て
」（「
青
鞜
」

四
巻
一
〇
号
・
一
九
一
四
年
一
〇
月
）

�　

田
村
俊
子
『
日
記
』（「
中
央
公
論
」
二
八
巻
九
号
・
一
九
一
三
年
七
月
）
に
は
、

岡
田
八
千
代
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
Ｏ
と
「
私
」
と
の
、
家
庭
の
仕
事
や
下
女
に

つ
い
て
の
や
り
と
り
が
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

Ｏ
は
途
中
い
ろ
〳
〵
と
経
済
の
苦
し
み
な
ど
を
話
し
て
ゐ
る
。
下
女
が
帰
る
の

で
明
日
か
ら
は
自
分
が
台
所
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
つ
て
そ
れ
を
苦

労
に
し
て
ゐ
る
。
家
庭
の
用
務
の
難
儀
な
事
面
倒
な
事
な
ど
は
、
殊
に
私
に
理

解
が
ゆ
く
。
乏
し
い
家
庭
に
お
け
る
下
女
の
為
に
、
主
婦
の
自
分
た
ち
は
云
ひ

が
た
い
屈
辱
が
屢
ゝ
あ
る
。
Ｏ
も
そ
れ
を
味
わ
つ
て
ゐ
た
。
二
人
は
そ
ん
な
事

を
限
り
も
な
く
話
し
合
つ
た
。
二
人
と
も
一
方
に
仕
事
を
持
つ
た
細
君
が
、

折
々
家
庭
の
用
向
き
が
面
倒
に
な
つ
て
堪
ら
な
く
な
る
と
云
ふ
だ
け
に
就
い
て

の
思
慮
深
い
話
を
し
あ
ふ
の
で
あ
る
。

�　

瀬
崎
圭
二
「
田
村
俊
子
「
彼
女
の
生
活
」
論
：〈
愛
〉
の
行
方
」（「
同
志
社
国
文
学
」

五
七
号
・
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）

�　

加
藤
常
子
『
女
中
の
使
ひ
方
』（
婦
人
之
友
社
・
一
九
一
三
年
）、
福
鎌
恒
子
『
奥

様
と
お
女
中
』（
洛
陽
堂
・
一
九
一
五
年
）
ほ
か

�　

清
水
美
知
子
『〈
女
中
〉
イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』（
世
界
思
想
社
・
二
〇
〇
四
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年
）
で
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
か
け
て
、「
女
中
」
と
い
う
語
が
隷
属
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
「
下
婢
」「
下
女
」
と
い
う
言
葉
に
代
わ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
大
正
半
ば
に
は
「
女
中
」
と
い
う
言
葉
が
一
般
化
」
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
彼
女
の
生
活
』
が
発
表
さ
れ
た
時
期
に
は
既
に
「
女

中
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
本
作
で
は
一
貫
し
て
「
下
女
」
と
称
さ
れ

て
い
る
。

�　

清
水
美
知
子
『〈
女
中
〉
イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』（
世
界
思
想
社
・
二
〇
〇
四

年
）

�　

福
鎌
恒
子
『
奥
様
と
お
女
中
』（
洛
陽
堂
・
一
九
一
五
年
）

�　

野
本
京
子
「
家
事
労
働
を
め
ぐ
る
「
主
婦
」
と
「
女
中
」」（
大
口
勇
二
郎
編
『
女

の
社
会
史　

17
―

20
世
紀
―
「
家
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
る
』
山
川
出
版
・

二
〇
〇
一
年
）

�　

石
坂
養
平
「「
問
題
小
説
と
問
題
劇
」
を
読
む　

四
」（「
時
事
新
報
」
一
九
一
五

年
七
月
二
六
日
）、
中
村
弧
月
「
大
正
四
年
日
本
文
壇
の
創
作
」（「
文
章
世
界
」

一
〇
巻
一
三
号
・
一
九
一
五
年
一
二
月
）

〈
付
記
〉 　
『
彼
女
の
生
活
』
の
引
用
は
『
彼
女
の
生
活
』（
新
潮
社
・
一
九
一
六
年
）
に

よ
っ
た
。
ま
た
、
固
有
名
詞
を
除
く
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜

省
略
し
た
。

受　

贈　

雑　

誌
（
五
）

玉
藻 

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
国
文
学
会

中
央
大
學
國
文 

中
央
大
學
國
文
學
會

帝
京
日
本
文
化
論
集 

帝
京
大
学
日
本
文
化
学
会

帝
京
大
学
文
學
部
紀
要 

帝
京
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科

帝
塚
山
派
文
学
学
会
紀
要 

帝
塚
山
派
文
学
学
会

東
海
学
園
言
語
・
文
学
・
文
化 

東
海
学
園
大
学
日
本
文
化
学
会

東
京
四
季 

東
京
四
季
の
会

東
京
女
子
大
學
日
本
文
學 

東
京
女
子
大
學
日
本
文
學
研
究
会

東
京
大
学
国
文
学
論
集 

東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

同
志
社
國
文
学 

同
志
社
大
学
国
文
学
会

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学 

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会

同
朋
文
化 

同
朋
大
学
人
文
学
会

東
北
文
学
の
世
界 

盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科

都
大
論
究 

東
京
都
立
大
学
国
語
国
文
学
会

名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会
会
報 

金
城
学
院
大
学
日
本
文
学
科

奈
良
学
研
究 

帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集 

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科

二
松 

二
松
學
舍
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢 

二
松
學
舍
大
学
人
文
学
会

日
本
漢
学
研
究 

佐
藤
道
生

日
本
近
代
文
学
館
年
誌 

日
本
近
代
文
学
館


